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の 習得度 の 期待値 が求め られ る重 回 帰式 を 作成 し た 。

　 東京都 立大学

　　 文学博 士

松井 　豊　「援助行動 に お け る意思決 定 過程 に 関す る 研

　　　　　 究一状況対応 モ デ ル の 提唱
一

」

　 援助行動 の 意思決定過程 に 関す る心 理 学的 モ デ ル を構

築す る こ と を 目的 に ，一連 の 検 証 が行 わ れ た。論文 は 3

音1か ら構 戎され て い る 。

　 第 1部 （第 1 章〜第 4 章 ） で は ，援助行動 の 意思決定

に 関す る 理 論的検討が行われ た e まず，援助行 動 が 「自

分 へ の 外的 な報酬や返礼 を 目的 とせ ず，自発的 に 行 わ れ

た，他者 に 利益を もた らす行動」 と定義 さ れ た 後 ， 援助

行動 に 関 わ る諸概念や研究動向が整理 され た 。

　次に ，援助行動 の 意思 決 定 に 関 わ る 社会 心 理 学的研究

と して ，援助行動の 内的過程 に 関す ろ 研究 が紹介 され た  

続 い て ，援助 の 意思決 定 を モ デ ル 化 し た 諸研究 か 整理 さ

れ ，各 モ デ ル の 特徴 や モ デ ル 化 ア プ ロ
ー

チ の 意義 が 考察

さ れ た 。

　 以上 の 検討 に 基 づ い て ， 援助行動 の 意思決定過 程 に 関

す る仮 説的 モ デ ル が提示 さ れ た 。 こ の 仮説的 モ デ ル は ，

援助 を 要 講 され る事 態 に 遭遇 し た 人 が 援助 か 非援助 か を

決定す る まで に ，その 人 に生 し る 内的過 程を ， 4 つ の 側

面 に 分 げ て モ デ ル 化 し て い る 。

　 第 1部 （第 5 章〜第 10章） に お い て は ， 実験 や 調査 に

よ っ て ，こ の 理 論 モ デ ル の 妥当性 に 関す る検証 が 行 わ れ

た
。

　 第 5 章 で は ，援助 要請状況 の ヴ a デ オ 映條を観察す る

実 験 が 実 施 され ，援 助 行動の 意思決定 に お け る 「事態 へ

の 注意」 と 「共感」 の 役割 が 分析され た 。 第 6 章 で は 想

定 場 面 法 に よ る 質問紙調査 に よ っ て ，「事態 の 重大 性 の

評価」 が 分析 ざれ た 。 第 7章 で も想定場面法 が用 い られ，

様 々 な 援助場面 に お け る援助意図 に 関す る個 人 差 の パ タ

ーン が，POSA （Partlal　Ordered　Scalogram 　Analysis）

に よ っ て解析 され た 。

　第 8 章 で は ，質 問 紙 調 査 を 用 い て プ 卩 ト コ ル 分析に 類

似 し た 分析が実施 され た 。 第 8 章 に お け る 2 つ の 調査結

果 か ら，援助行動 の 意 思 決 定 に お い て 生 じ る 意識 は，援

助状 況に よ っ て 異 な る こ とが 明 ら か に され た 。 こ の 結果

か ら，上 記 の 理 論 モ デ ル は 状況 に 対応 させ て 改定 され る

必要 が あ る と考察 さ れた。

　第 9章 に お い て は，マ イ ク ロ コ ン ピ ュ
ー

タ
ー

を用 い た

情報 モ ニ タ V ソ グ法 が実施 され，援助状 況 に お け る意思

決定者 の 情報探索過程が 分析され た 。 情報選択肢の 検索

率や検索順序 の 分析結果か ら，意思決定 に お い て 生 じ る

認 知 的 過 程 は 状 況 に よ っ て 異 な り，各過程 の 生起 に は一

定 の 時間的順序性 が あ る こ と が明 らか に され た。

　 第 10章 で は．390名 の 大 学 生 を 対象 に して 質問紙 調 査

が 実施 され，数量化理論第 IH類に よ る解析 の 結果，援助

状況が 4 種 の 類 型 に 分類 され る こ とが 明 ら か に な っ た 。

　 以上 の 理 論的検討及 び 実証的検討 の 結果 に 基 づ い て ，
「援助行動 の 意 思 決定過程 に 関す る 状況対応 モ デ ル （siレ

uational 　contingency 　mode 正　on 　helping　behavior
decision　making ）」 が提唱 され た 。 こ の モ デ ル は ，援助

状況 に お け る 意思 決定を 5 つ の 側面 に 分け ， 各側面 の 内

容が援助状洸 の 4 つ の 類型に よ っ て 異な る と理論化 し て

い る Q5 っ の 側 面 と は ， 「1 次的認知処 理 」 「感清過 程」

「規範的責務惠」 「2 次的認知分析」 「行動意図」 で あ る c

4 つ の 状況類型 は 「日常的 な援助 」 「寄付 ・募 金 」 「自発

的 な奉 仕 」 「緊急事態 の 援助 」 で あ る 。 各側面内 の 内 的

過程 の 順序性や 側 面 間 の 関 係 は ，第 ll　＄ の 実証研 究 の 成

果 に 立 脚 し て， フ P 一
チ ャ

ー
トの 形式で ， 状況頚型毎 に

図示 され て い る 。 最 後に，こ の モ デ ル の 理論的位置 づ け

や ，道徳教育 に 対す る意義 な どが 考察 され た。

　 名古屋大学

　　 教育学博士

二 宮克美　「幼 児 ・
児箪 の 道 徳 的判断 の 発達 に 関す る 研

　　　　　 究」

　 本論文 の 主眼 は，Piaget （1932）の 提起 した 客観的責

任判断か ら 主観的責任判断へ と い う発達過 程 を ，意 図 の

認知 が 果 た し て い る 役割 に 着 日し て 明 らか に す る こ とで

あ る 。 と と もに ，意図 の 使用 の 観点 か ら道 徳 的判断 の 発

達過 程 を 細 か く記 述 した Gutkin の 4 段階 説 を ， 意図 の

認知 の 側面 か ら吟味 し直 し，意図 の 使用 の み ならず意 図

の 認知 の 要因 を 加味 し て 道徳 的 判 断 の 発達過 程 を 記述し，
そ の 適用 範囲 の 拡張 を 試み る こ とで あ る 。

　第 ユ章 「研究 の 背景 ： 幼児 ・児童の 道徳的判断 に 関す

る研究 の 概観 」 で は ，Piaget の 研究 の 概要 と そ の 1追 試

的研究，道 徳 的 判断 の 発達 の メ カ ニ ズ ム を 明 らか に し よ

うと した 研究 ，発達過程 を 細 か く 記述 し よ う と した 研究，

道徳的判断の 発達 に 関連す る諸要因を 検討 した 研究 など

の 枠組 み か ら先行研究を概観 し，本 研 究 の 背景 を 詳述す

る と とも に ，問選i点 を 浮 き彫 b ｝こ し た
。

　第 2章 「問題 お よ び 目的 」 で は ，第 1 章 の 研究 展 望 を

ふ ま え，本論文 の 目的 と課 題 を設 定 し た。そ して ， 本論

文 を   幼児 ・児童 の 道徳的判断 に お け る意図 の 認知 の 役

割 の 明示，  幼 児 ・児 童の 道徳的 判断 の 発達過程 の 吟味，

  意図 の 使 用 の み な らず意 図 の 認 知 の 観点を加味 し て 記

述 し た発達過程 の 適用範囲 の 拡張 ， の 3 つ の ス テ ッ プ で

構成す る こ と と し た、

　第 3 章 「幼児
・
児童 の 道徳的判断 に お け る 意図の 認知

の 役割 に つ い て 」 は，本論文 の 第 1 ス テ ッ プ に あた り，

第 1 の 課題 と して ．道 徳 的判断 の 研究 パ ラ ダ イ ム と は 異
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な る課題 で．意図 の 認知能力を測定 す る方法 を 探 り， 主

観的責任判断 が で き な い 者 の 中 に は ，意 図 を 認知 し て い

る者 と認知 して い な い 者 とい う 2 つ の タ イ プ が存在する

こ とを 示 し た （実験 1）。第 2 課題 と し て，意図 の 認 知

の 役割 を明 らか に するた め に，モ デ リ ン グ の 手続を用 い

て 道 徳 的判断の 変化 を 引 き起 こ し，検討 を 加 え た 。そ の

結果 ，意 図 を 認 知 し て い る者 の 方 が モ デ リ ソ グ の 効果を

受け て 主 観的責任判断が で き る よ うに な る こ と（実験 H），

意図 を 認知 し て い な い 者 に 対 し て も，意図 に 着 目 し や す

い 状況を設定すれ ば，主 観的責任判 断が で き る よ うに な

る こ と （実験 珊）を 明 らか に し た 。 以上 の 結果 か ら，幼

児
・
児童 の 道 徳 的判断 の 発達 に は 意 図 の 認知 とい う要因

が 重要 な役割 を 果 た し て い る こ とを 明示 し た 。

　第 4章 「幼児
・
児童 の 道徳的判断 の 発達過程 の 検討

一

Gutkin の 4 段 階 説 の 吟 味 を 通 し て一
」 は ，本 論 文 の 第

2 ス テ ヅ プ で ，意図 の 使 用 の み な らず意図 の 認知 とい う

側面 を 加 味 して ，道徳的判断の 発達過程を解釈 し 直す と

い う第 3 課題を設定 し，Gutkin の 4 段階説を 追 試
・検

討す る 中 で，道徳的判断 の 発達過程 を記述 し直 し た （実

験 W ・実 験 V ・実 験 W ）。さ らに ，道徳的判断 の 査 定 方

法 ｝こ関す る 2 つ の 問題 （具体的 に は ， 意図 と 結果 の 情報

提 示 順序の 効果 な らび ｝こ 例 話 中 の 主人公 の 自他 の 影響）

に つ い て 検討を加 え ， 新 た に 記述 した 発達過程 の 意義を

確認す る とい う第 4 課題を設定 し，意図 の 認知 水 準の 観

点 か ら そ れ ぞ れ解釈 を 試 み た （実験 W ・実験囲）。

　第 5 章 「幼児
・
児童 の 道徳的判断 の 発達遇程 の 適用範

囲 の 拡張」 は ，本論文 の 第 3 ス テ ッ プ で あ り，第 5課題

と して ， 「過失」 の み な らず 「嘘」 や 「盗み 」 の 主題 で

も，先 の 発達過程が見 られ る の か を 検討 し，こ の 3 つ の

主題 に お け る 道徳的判断 の 発達同時性 を 吟 味 した （実 験

K ・実験 X ・実験 ）q）。 さ ら に 第 6課題 と し て，道 徳 的

判断 と は 幾分異 な る 「親切 さ 」 の 判 断 に も，こ の 発 達過

程が 拡張 で き る か を 吟味 し た （実験刈
・
実験 X皿）。

　第 6 章 「総括的討論 」 で は ，本論文 で 実施 した 13の 実

験 で 得 られ た 結果 の 整理を行 い
．

こ れ ら の 実験結果 に 基

づ ぎ，幼児 ・児童 の 道徳的判断 の 発達過程 ， 道徳 的判断

に 及 ぼす モ デ リ ン グ の 効果 ，道徳的判断 の 発達と 法的 ・

社会的判断 との 関連な ど に っ い て，全 体的な討論 を 行 っ

た。こ の 討論を ふ ま え，結果 の 認知 → 意図 の 認知
→意図

と結果の 重 み づ け → 意 図 の 重視 とい う発達の 大 きな 流 れ

を 記述した 。 最後 に ，本論文 で得 られ た 諸結果 か ら．道

徳 教 育 へ の 若 干 の 堤 言 を 行 っ た 。

　京都大学

　　教育学博 士

柏原恵龍　「知的処 理 過程の 神経心理学的研究 」

　 神経 心 理 学 を HeCaen は ，高次 な精神活動 を 脳 の 構 造

との 関連 に お い て 研究す る科学 で ある
， と定義 し て い る

が，本研究 で は 知的 処理 の 過程 を．左右 の 半球 と の 関連

で 検 討 した 。

　情 報処理 の 過程 は 3 段階 に 分け られ るが ，そ の 最初 の

段 階で ある 感覚記憶 は ，意味 の 分析 を 受け な い ま ま の 大

量 の 情報 を 保持す る とい わ れ て い る 。 文字刺激 は 通常言

語刺 激 とみ な さ れ る が，形 の あ る こ とか ら非 言 語的 な 成

分を も持 っ て い る 。 そ こ で 3 × 3 の 平仮名 の 行列を瞬間

提示 し て ，そ の 部分報告と全体報告の 差 か ら惑覚記憶 の

左右差 を み た 。 報告数は 左視野よ り も右視野 の 方が多か

っ た 。 こ れ は 刺激が読み を持つ 文字で あれば，右 視野 の

イ コ ソ は 言 語化 され や す く，短期 記憶 に 転送 さ れ や す い

の で ，左半球優位 とな っ た もの と考 え られ る 。 次 に 短期

記憶 の 水準 で 知的過 程 の 左右差を見 るた め に ， 文字 の 読

み と形 の 大 きさ の 組 合 わ せ で 4 種類の 文字刺激 を作 b ，

左右 の 視野 に 瞬間提 示 し て 反応時閭 を 求 め た
。 大 きさ と

読 み の 矛盾す る刺激 の 場台，左右 の 半球 で 同時 二 重乖離

を示 し うる こ とが わ か っ た 。 Weinskrantz，　et　 al．（1974）

は ， 意識 に 反映 され な い 視覚過程 で
“

ま る
”

と
“
か げ

の 判断が可能で ある こ とを 見出 して い る。Gazzaniga ＆

Sperry （1966） は，右 と左 の 半球 で 同時 に 独立 に 明暗 と

色彩 の 判断 の 可能 で あ る こ とを示 し て い る 。 健常 者 の 左

右 の 半球 は 脳梁繊維 で 緊密 に 結 合 し て い る が
，

こ れ は 逆

に み る と も と も と分離し て い る こ とを意味す る 。 そ こ で

右視 野 に 文字刺激を提 示 し て 右手 で ， 左視野 に 図 形刺 激

を擾示 して 左手 で 同時に反応 させ た とこ ろ，刺激 が 逆 の

場 合 よ り も速 い 反応時間が得 られ た 。
こ れ は 刺激 と反応

を脳 の 機能 に 対応させ る と ， 健常者 で も並列的な知的処

理 の 可 能な こ とを 示 し て い る 。

　Levy （1969）は 知 能検査 で の 研究結果か ら，右半球 に

も言 語 を持 つ 左利 きの 場合，言 語 に よ る干渉を 受けて 非

言 語 的 な知的処 理能力が 低 くな る と 考えた 。 も し こ れが

正 し けれ ば．時間的 な制約が少ない の で 高次な知的処理

過 程 を 扱 う有力 な 手 段 とな る 。 そ こ で 集団式知能検査を

用 い ，個人内 で 言 語能力 と非言語能力 の 相対的 な比を求

め て 比 較 した 。男性 ほ ど側性化 の 明瞭 で な い と言われ て

い る 女性 で は，言 語能力が高 く非言語能力 が 低 か っ た も

の の ，左利 ぎで は そ の 傾 向 は 顕著な形で は認め られ なか

っ た
。 側性化 の 程 度 を，右利 き一左利 き群間それ に 男一

女群問 で ， 文字 の 形 と読み の 矛盾す る 前述 の 刺 激 を 用 い

て 確 か め た と こ ろ ，性別 よ り も利 ぎ手 の 違 い の ほ うが左

右差 に は 大き く関与 した。こ れ は，非言語能 力 に よ っ て

側 性 化 の 程度 を 推 測 す る こ と の 効率 が 良 くな い こ とを 示

し て お り，言語機 能と非言 語機能 の 間 に 推測 さ れ た 競合

関 係 は，対 象が 言 語 化 さ れ て し ま う と非言語的 な側面 に

注 意 が 払 わ れ に く く な るた め に 生 じた もの と考 え る こ と
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